
従
来
の
坪
田
文
学
研
究
で
は、
坪
田
文
学
が
絵
酉
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ

．
と
を
つ
と
に
皆
が
み
と
め、

〈映
像
的
に
も
美
し
く、
時
に
絵
画
的
幻
想
空

間
も
造
形
し
て
い
た〉
①
と
か、

〈譲
治
の
幻
想
の
世
界
は、
（
中
略）
直
接

民
族
風
土
的
な
伝
統
に
立
っ
て
い
る。
そ
れ
は、
南
面
的
趣
き
の
あ
る
の
ぴ

や
か
な、
牧
歌
的
自
然
描
写
と一
体
の
も
の
で
あ
る〉
②
な
ど
と
い
っ
た
よ

う
に、
た
ぴ
た
ぴ
触
れ
ら
れ
言
及
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が、
絵
画
の
捉

え
方
お
よ
び
そ
の
構
成
や
表
現
に
つ
い
て、
坪
田
文
学
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ

を
扱
っ
て
き
た
か
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う。

・

実
は
譲
治
は
弛
い
関`
心
を
絵
面
に
対
し
て
持
っ
て
い
た。
彼
に
と
っ
て、

絵
画
は
余
暇
に
楽
し
む
単
な
る
趣
味
で
は
な
く、
絵
画
を
愛
す
る
心
が
彼
の

文
学
そ
の
も
の
の
中
に
深
く
浸
透
し
て、
そ
れ
を
作
品
の
構
造
と
強
く
結
ぴ

つ
け
た、
作
品
の
核
心
と
で
も
い
う
ぺ
き
も
の
と
し
て
用
い、
文
学
作
品
を

不
滅
な
傑
作
な
ら
し
め
て
い
る。
彼
の
作
品
の
中
に
は、
さ
ま
ざ
ま
な
絵
画

的
描
写
が
登
場
し、
絵
画
に
通
ず
る
視{凡
的
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で

は
じ
め
に

坪
田
譲
治
文
学
の
絵
画
性
に
つ
い
て

あ
る。
こ
う
し
た
色
彩
や
美
の
感
性
が
そ
の
作
家
の

個性
を
暗
示
し
て
い
る

意
味
で
坪
田
文
学
の
研

究を
行
な
う
場
合、

焦視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

あ
ろ
う。

本
論
文
に
お
い
て、
よ
り

深く
坪
田
文
学
の
芸
術
的
特
徴
を
理
解
す
る
た

め、
私
は
坪
田
文
学
を
見
え
な
い
所
で
支
え
て
い
る
い
く
つ
か
の
絵
画
体
験

の
生
き
た
現
楊
に
戻
り、
表
面
に
現
れ
た
絵
画
と
の
つ
な
が
り
の
奥
に
潜
む

も
の
を、
実
作
品
に
即
し
地
道
に
検
証
し
て
行
く
と
共
に、
「
文
学
と
絵
画」

か
ら
見
た
坪
田
狼
治
文
学
の
地
平
を、
改
め
て
拓
い
て
み
た
い
と
思
う。

西
洋
絵
画
ー
キ
リ
ス
ト
教
絵
画

譲
治
の
絵
画
へ
の
関
心
は、
ま
ず
は
宗
教
と
結
ぴ
つ
い
て
発
生
し
発
展
し

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る。
大
正
期
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
宗
教
的、

特
に
キ
リ
ス
ト
教
的
内
容
を
俎
材
と
し
た
も
の
が
多
く、
宗
教
的
感
情
と
密

接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
を、
譲
治
は
随
節「
祈
り
の
思
い
出」（
昭一
ー
）

に
お
い
て、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

劉

迎
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実
は
私
が
二
十
成
時
代
の
五
六
年
に
亙
る
キ
リ
ス
ト
教
佑
者
の
生
活
が

あ
る
の
イ
あ
る。
私
が
初
め
て
キ
リ
ス
ト
赦
の
信
仰
を
眼
の
あ
た
り
に
見

た
の
は．
＋
九
成
の
時
て
も
あ
ろ
う
か。

(r
坪
田
設
治
全
集」
巻―
二）

譲
治
の
入
信
は
き
わ
め
て
短
期
間
で
あ
っ
た
が、
彼
の
精
神
生
活
や
文
学

に
与
え
た
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
大
き
く、
そ
こ
に
坪
田
文
学
成
立
の
カ
ギ

が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
誰
治
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
交
渉
に
つ
い
て

は、
別
稲
③
で
詳
し
く
追
究
し
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が、
坪
田
文
学
の
成

立
に
関
す
る一
側
面
ー
キ
リ
ス
ト
教
絵
西
の
受
容
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み

た
い。狼

治
の
文
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
絵
酉
と
思
わ
れ
る
主
な
使
用
例
と
し

て
は、
洋
画
家
の
主
人
公
が
登
場
す
る
「
亡
き
兄
の
自
画
像」
（
大
五・
三）、

「
樹
の
下
の
石」
（
大
六・
七）、
，
正
太
の
馬」
（
大
九・
ー
ニ）
の
三
つ
の

作
品
が
挙
げ
ら
れ
る。
こ
の
三
つ
の
作
品
は、
い
ず
れ
も
主
人
公
は
洋
画
家

で
あ
る
が、
＾
熱
情
を
そ
そ
い
で
描
こ
う
と
し
て
い
た
も
の
は
画
と
し
て
は

た
だー
つ
も
見
る
こ
と
が
で
き〉
ず、
し
か
も
カ
ン
ヴ
ス
に
は、
未
完
成
の

ス
ケ
ッ
チ
で
あ
り、
自
然
風
景
よ
り
む
し
ろ
心
象
風
崇
の
方
に
主
眼
を
置
く

と
い
う
共
通
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る。

例
え
ば
「
亡
き
兄
の
自
画
像」
で
は、
主
人
公
の
顔
の
表
情
の
変
化
を
主

眼
と
し、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
謎
の
微
笑
を
浮
べ
た
r
兄」
が
描
か
れ、
風
扱

は
小
さ
く
背
景
に
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
梢
図
で
表
現
さ
れ
て
い
る。

兄
が
立
ち
ど
まっ
て
そ
れ
等
の
美
し
い
景
色
を
指
さ
L
た。
杖
が
キ
ラ

キ
ラ
と
夕
日
に
光
っ
た．
兄
は
黙っ
て
い
た
け
れ
ど
も、
私
に
は
彼
の
心

持
は
分っ
た。
そ
れ
ィ
局
に
し
て
い
た
画
架
を
お
ろ
し
て、
そ
れ
か
ら
三

脚
を
据
え
て
や
っ
た。
兄
は
画
筆
を
と
っ
た。
私
は
傍
に
立
っ
て
何
が
描

さ
出
さ
れ
る
か
と
カ
ン．ワ
ス
を
眺
め
入
っ
た。
そ
れ
か
ら
向
う
の
景
色
を

眺
め、
そ
し
て
兄
の
願
に
吼
を
向
け
た。
兄
の
顔
は
静
か
な
湛
足
に
輝
い

て
い
る
よ
う
に
見
え
た。
兄
の
こ
の
よ
う
な
様
子
を
見
る
と`

私
も
亦
自

然
に
微
笑
が
浮
び
出
る
の
て
あ
っ
た。

（『
坪
田
設
治
全
集』
巻一）

こ
と
の
ほ
か
冷
瀞
で、
〈
静
か
な
満
足
し
た
よ
う
な
微
笑〉
と
〈
い
つ
も

優
し
い
頗〉
に
は、
神
を
信
じ
る
人
に
と
っ
て、
実
は
大
き
な
意
味
と
深
い

内
容
が
含
ま
れ
て
い
る。
即
ち
自
分
の
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
ー
〈
さ
わ
が

し
さ
と
奸
計
と
に
充
ち
て
い
る〉
汚
棧
の
世
界
か
ら
脱
出
す
る
「
究
極
的
な

救
い」
は、
神
を
信
じ
祈
り
統
け
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
キ
リ

ス
ト
者
の
希
望
は
実
に
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
ま
た
酉
面
の
色

彩
と
し
て
は、
＾
深
い
紺
行
の
空〉
に
か
か
っ
て
い
る
＾
崇
厳
な
秋
の
日〉
も、

そ
れ
を
あ
ぴ
て
輝
い
て
い
る
〈
清
浄
と
平
和〉
な
る
地
上
の
世
界
も、
み
な

単一
の
色

彩ー浪
青
で
滸
色
さ
れ
て
お
り、
教
会
の
壁
に
か
か
っ
て
い
る「
天

井
酉」
を
仰
ぎ
見
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る。
小
説
「
樹
の
下
の
石」
も
こ
の

系
諮
で
あ
り、
ほ
ぼ
同
じ
煩
向
が
見
ら
れ
る。
死
ぬ
直
前
の
背
年
画
家
が
描

い
た
の
は、
の
ど
か
な
田
園
自
然
の
写
生
で
は
な
く、
〈
赤
土
の
丘〉
の
上

に
＾
白
い―
つ
の
墓〉
が
あ
り、
慕
の
側
に
は
＾
脊
い
花〉
を
つ
け
た一
本

の
草
が
風
に
吹
か
れ
て
篠
え
て
い
る
と
い
う、
い
わ
ば
非
情
な
自
然
で
あ
る。

滸
色
は一
見
鮮
や
か
な
よ
う
で
あ
る
が、
す
べ
て
が
上
に
広
が
っ
て
い
る〈
無

心
に
透
明〉
な
〈
空
の
浪
肯〉
に
覆
わ
れ
て
暗
然
と
し
て
そ
の
色
彩
を
失っ

-167-



て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る。
い
わ
ば
「
亡
き
兄
の
自
画
像」
の
延
長
線

上
に
あ
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う。

小
説
「
正
太
の
馬」
に
な
る
と、
表
現
技
術
が
や
や
改
普
さ
れ、
独
自
の

文
学
の
完
成
へ
の一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る。
主
人
公
の
小
野
は、
〈
絵
を

描
く
こ
と
の
修
業〉
を
続
け
て
い
る
が、
〈
要
に
逃
げ
ら
れ、
も
う
幾
年
と

な
く
ロ
ク
な
絵
も
描
か
ず〉、
何
と
な
く
小
学
校
教
師
を
勤
め
て
い
る。
あ

る
日、
淋
し
い
子
供
正
太
の
心
を
慰
藉
す
る
た
め
に、
彼
と
正
太
は
ス
ケ
ッ

チ
板
と
三
脚
を
持
ち、
山
羊
を
追
っ
て
丘
の
草
原
に
出
て
行
っ
た。

彼
は
面
白
い
山
羊
の
色
々
の
姿
を
鉛
筆
て
ス
ケ
ッ
チ
L
た
が、
政
後
に

選
ん
だ
の
は、
樹
の
枝
に
乾
L
て
あ
る
芋
の
蔓
を
山
羊
が
前
足
を
幹
に
立

て
か
け、
甘
を
延
し
て
食
ぺ
て
い
る
図
で
あ
っ
た。
（
中
略）
小
野
は
L
さ

り
に
筆
を
述
ん
だ。
そ
の
内、
フ
ト
彼
方
の
広
い
田
園
の
小
川
の
中
を一

尾
の
鮒
が
泳
い
て
来
る
有
様
が
彼
の
心
に
浮
ん
て
来
た。
（
中
略）
そ
こ
イ

彼
は
小
川
の
水
を
飲
ん
て
い
る
山
羊
の
専
先
を
泳
い
て
行
く
鮒
の
姿
を

画
い
て、
二
つ
の
動
物
の
不
思
議
な
避
返
を
絵
に
L
よ
う
か
と
考
え
た。

然
し
ま
た
思
い
直
L
て、
山
羊
の
給
廓
が
出
来
あ
が
っ
た
時、
そ
の
絵
の

周
囲
に
棋
楳
枠
の
よ
う
に
し
て、
泳
い
て
い
る
幾
匹
か
の
鮒
を
画
さ
列
ベ

た。
そ
L
て
一
寸
筆
を
晟
い
た。
そ
の
時、
立
上
っ
て
絵
を
の
ぞ
い
た
正

太
が、
「
オ
ヤ、
お
父
さ
ん、
そ
れ
は
魚
で
す
ね
え」
と
喜
び
の
声
を
あ

げ
た。
r
オ
ヤ、
そ
れ
か
ら
そ
こ
に
い
る
の
は
山
羊
で
す
ね
え」
と
一
層

喜
ん
て
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た。
「
山
羊、
正
太
と
こ
の
山
羊」
尚
も
正
太

は
純
返
し
た。

（『
坪
田
譲
治
全
集』
巻一
）

右
の一
節
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に、
幼
年
時
代
に
過
ご
し
た
故
郷
の
自
然

が
下
地
と
な
っ
て
い
る。
父
と
子
の
日
常
生
活
の
断
片
だ
が、
親
子
の
通
い

合
う
心
が
淡
彩
で
描
か
れ
て、
創
作
当
時
の
狼
治
の
感
情
が、
直
接
文
面
に

反
映
し、
屈
折
せ
ず
に
表
現
さ
れ
て
い
る。
こ
こ
に
は、
キ
リ
ス
ト
教
絵
画

の
素
因
は一
切
見
ら
れ
な
い。
か
わ
っ
て
〈
太
陽
が
雲
か
ら
出
て、
こ
の
丘

の一
角
を
暖
＜
照
し
た〉
な
ど
と
水
墨
画
の
よ
う
に
的
確
に
描
き
切
る。
こ

う
し
た
表
現
技
法
の
変
化
は、
宗
教
性
か
ら
生
活
性
へ、
そ
し
て
瑛
ま
じ
い

、
、
、

、
、
、
、

線
描
の
駆
使
（
キ
リ
ス
ト
教
絵
画）
か
ら
に
じ
み
や
た
め
こ
み
な
ど
の
屈
の

諧
調
（
水
墨
画）
へ
と
大
き
く
転
回
し
た、
譲
治
の
絵
画
趣
味
の
消
長
を
鮮

や
か
に
物
語
っ
て
い
る。仏

教
絵
画
—
浄
土
教
絵
画

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は、
譲
治
が
信
仰
に
お
い
て

多様
性
を
呈
す
る
こ

と
で
あ
る。
初
期
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念
が
発

揚
さ
れ
る
と
同
時
に、
そ
の
中
に
仏
教
的
要
素
が
う
ご
い
て
い
る。
そ
れ
で

は、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
い
う
矛
盾
す
る
二
次
元
に
ま
た
が
る
譲
治
の
信

仰
は、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か。

実
は
譲
治
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
入
る
前
は、
幼
時
か
ら
の
仏
教
の
信

仰
が
深
く
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る。
坪
田
家
は
代
々
熱
心
な

仏
教
徒
で、
日
蓮
宗
の一
教
派
で
あ
る
不
受
不
施
派
に
属
し
て
い
た。
譲
治

と
仏
教
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て、
三
男
の
坪
田
理
基
男
氏
は
こ
う
語
っ
て

い
る。

-168-



坪
田
家
も、
代
々
不
受
不
施
派
だ
っ
た
の
て
す。
明
治
三
十
九
年、
醇

一
が
ア
メ
リ
カ
の
神
学
校
に
留
学
し、
そ
こ
て
キ
リ
ス
ト
赦
信
者
に
な
り

よ
L
た
が、
そ
の
頃、
母
幸
を
は
じ
め
他
の
兄
弟
た
ち
て
改
宗
し
た
者
は

い
よ
せ
ん
て
し
た。
設
治
だ
け
は
後
に
キ
リ
ス
ト
放
信
者
に
な
る
の
て
す

が、
そ
れ
は、
こ
れ
か
ら
お
託
し
す
る
こ
と
の
三
年
位
あ
と
の
明
治
四
十

五
年
の
こ
と
イ
す。
(r
坪
田
設
治
作
品
の
背
景
ー
ラ
ン
プ
芯
会
社
に
i
っ

わ
る
括
ー』
双
論
社
一
九
八
四
•
四）

譲
治
の
青
少
年
時
代
に
は、
キ
リ
ス
ト
教
は
禁
を
解
か
れ
た
ば
か
り
で、

ま
だ
ま
だ、
さ
ま
ざ
ま
な
迫
害
や
嫌
が
ら
せ
が
あ
っ
た。
特
に
伝
統
的
な
仏

教
や
儒
教
思
想
と、
新
旧
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
と
の
対
立
が
渦
を
巻
い
て
い
た。

そ
の
た
め、
当
時
の
知
識
人
の
中
に
は
「
人
生
不
可
解」
の
苦
悩
に
陥
り、

人
生
に
迷
っ
て
自
殺
し
た
人
も
少
な
く
な
い。
い
わ
ゆ
る

品示
川
戯�」
④
の

出
現
は、

点T
か
に
生
く
べ
き
か」
と
苦
悩
す
る
若
者
た
ち
に
も
う一
度
自

己
の
内
面
を
見
つ
め
直
そ
う
と
試
み
さ
せ
た。
綱
烏
梁
川
を
生
涯
と
ら
え
た

思
想
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
っ
た
が、
彼
は
古
代
中
国
の
思
想
史、
そ
れ
に
仏
教、

漢
学
の
素
養
も
深
か
っ
た。
い
わ
ば
梁
川
の
宗
教
的
思
想
は、
西
洋
の
合
理

主
義
と
共
に
伝
来
し
た
キ
リ
ス
ト
教
を、
伝
統
的
な
仏
教
や
儒
教
と
い
う
日

本
の
風
土
の
中
に
根
づ
か
せ
て、
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
化
の一
つ
の
型
を
示

し
た
も
の
で
あ
る。
こ
の
梁
川
の
心
を
学
ん
だ
譲
治
も
各
宗
教
を
磁
合
さ
せ

よ
う
と
す
る
望
み
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う。
譲
治
に
と
っ
て、
仏
教
と
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
二
次
元
的
な
信
仰
は
衝
突
す
る
の
で
は
な
く
て、
互
い
に

開
和
し、
両
者
がー
つ
に
な
っ
た
宗
教
的
生
活
の
実
践
が
理
想
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る。
事
実
上、
譲
治
の
作
品
の
中
で、
仏
教
の
理
念
は
キ
リ
ス
ト

教
と
同
じ
よ
う
に
初
期
の
坪
田
文
学
の
欠
か
せ
な
い
要
素
の一
っ
と
し
て、

キ
リ
ス
ト
教
と
共
存
し
て
い
る。
例
え
ば、
前
掲
の
「
亡
き
兄
の
自
画
像」

に
お
い
て、
「
ノ
ー
ト
ニ」
と
「
ノ
ー
ト
四」
で
は、
愛
と
永
遠、
安
炎
楽

土
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し、
ま
た
「
老
人
と
子
供
と
蟹」
（
大
五・
六）
で
は、

輪
廻
の
思
想
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が、
こ
う
し
た
仏
教
的
思
想
の
明

確
な
表
出
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は、
大
正
五
年
（一
九一
六）
四
月
に
発

表
さ
れ
た
短
編
小
説
「
西
方
浄
土」
で
あ
る。

遠
い
西
の
方
に
理
想
郷
の
よ
う
な
浄
土
が
あ
り、
こ
の
世
に
は
＾
何
も
か

も
皆
浄
土
へ
行
く
為
に
生
れ
て
来
る〉
と
い
う
お
爺
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
幼

い
正
太
は、
未
来
の
「
浄
土」
の
世
界
を
憧
憬
す
る。
ま
も
な
く
お
爺
さ
ん

は
浄
土
へ
旅
立
っ
て
（
死
ん
で）
し
ま
っ
た。
正
太
は、
お
爺
さ
ん
を
追
憶

し
な
が
ら、
お
爺
さ
ん
の
言
う
と
お
り
に、
「
嬰
粟
の
種」
r
栗
の
植」
「
柿

の
種」
r
銀
杏
の
種」
と、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
種
を
撒
い
た
り
し
て、
多
く
の
春

秋
が
過
ぎ、
正
太
も
老
人
に
な
っ
た。
し
か
し、
お
爺
さ
ん
が
必
ず
迎
え
に

来
る
と
信
じ
て、
正
太
の
望
み
と
喜
ぴ
は
い
よ
い
よ
深
ま
り、
迷
い
も
な
く

待
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る。

フ
ト
何
処
か
ら
と
も
な
く
幽
か
な
罹
果
の
音
が
起
っ
た。
正
太
は
耳
を

す
ま
せ
た。
す
る
と
空
気
が
ま
す
え
す
澄
ん
て
来
て、
空
も
海
も
益
々
紫

色
を
増
し
て
来
た。
其
時
空
か
ら
鉄
杏
の
樹
の
上
に
チ
ラ
チ
ラ
と
降
て
来

る
白
い
も
の
が
あ
っ
た。
そ
れ
は
雪
の
様
に
白
い
花
弁
て
あ
っ
た。
鋲
の

糸
が
消
さ
出
る
様
に
後
か
ら
後
か
ら
無
数
に
音
も
な
く
降
り
つ
づ
い
た。
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と
其
中
を
紫
や
黄
の
小
島
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
飛
び
交
い
始
め
た
。

空
に
は
星

が
金
色
に
鉄
色
に
輝
さ
始
め
た
。

や
が
て
慕
築
の
音
も
次
第
に
高
く
大
さ

く、

遂
に
は
星
と
云
う
星、

降
る
花
と
云
う
花
が
歌
う
て
い
る
様
て
あ
っ

・

た
。

海
の
月
り
を
五
色
の
霞
が
立
ち
こ
め
始
め
た
。

と
丘
の
下
か
ら
五
色

の
雲
が
沸
さ
起
っ
た
。

す
る
と
丘
と
海
と
は
正
太
を
上
に
釆
せ
た
ま
i

段
々
と
空
に
昇
り
始
め
た
。

正
太
は
や
は
り
白
い
社
を
日
に
輝
か
せ
な
が

ら
銀
杏
の
根
元
に
庄
っ
て
い
た
。

丘
が
空
の
中
程
に
昇
っ
た
時、

花
は
降

る
の
を
や
め
、

小
島
も
飛
ぶ
こ
と
を
止
め
た
。

而
L
正
太
の
周
り
を
三

羽
の
鉛
が
舞
う
て
い
た
。

青
蛙
も
ま
た
正
太
の
側
に
頭
を
列
ぺ
て
披
の
社

に
関
入
っ
て
い
た
。

．

海
の
彼
方
に
は
雲
の
や
が
輝
さ、

魚
は
浪
の
上
に
跳
ね
雌
て
い
た。

や
が
て
凡
て
は
幽
か
な
礫
音
を
残
し
て
西
の
空
の
紺
骨
の
雲
の
中
へ

消

え
て
し
ま
っ
た
。

(
r
坪
田
該
治
全
集』

巻
一
）

こ
れ
は
し
め
く
く
り
の
一

節
で
あ
る
が、

色
彩
の
豊
か
な
視
党
的
表
現
に

よ
っ
て、

仏
画
の
よ
う
な
世
界
が
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
西
方
極
楽

世
界
で
あ
り、

欣
求
浄
土
の
信
仰
を
あ
お
り、

あ
わ
せ
て
観
想
念
仏
の
頼
り

と
さ
れ
た
阿
弥
陀
浄
土
の
兼
観
で
あ
る
。

い
か
に
美
し
く
楽
し
く
す
ば
ら
し

い
理
想
境
で
あ
る
か
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

空
に
音
楽
が
聞
こ
え、

往
生

人
の
い
る
所
に
は
香
ば
し
い
か
お
り
が
潤
ち
る
。

そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に、

紫
雲
が
た
ち
の
ぼ
り、

西
へ
と
流
れ
て
ゆ
く。

い
う
ま
で
も
な
く
典
型
的
な

阿
弥
陀
来
迎
図
の
場
面
な
の
で
あ
る
。

阿
弥
陀
来
迎
図
は、

浄
土
教
美
術
の

中
で
は
最
も
重
要
な
主
題
の
l

つ
で、

人
間
の
臨
終
に
あ
た
り、

西
方
の
極

狼
治
の
文
学
趣
向
は、

昭
和
改
元
を
境
に
し
て
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た

四

楽
浄
土
に
往
生
さ
せ
る
た
め、

阿
弥
陀
如
来
が

下
界
に
迎
え
に
来
る
と
こ

ろ
を
描
き、

極
楽
に
行
き
た
い
人
々
の
心
境
に
ぴ
っ
た
り
と
合
う
も
の
で
あ

る
。

譲
治
に
お
い
て
表
現
手
法
と
し
て
面
白
い
の
は、

彼
の
描
く
極
楽
浄
土

の
風
光
に
は、

神
秘
的
な
幻
覚
が
源
い
な
が
ら
も、

岡
山
の
自
然
を
努
祝
と

さ
せ
る
美
し
さ
が
あ
り、
〈
正
太
の
周
り
を
三
羽
の
鵠
が
舞〉

い、
〈
青
蛙
も

ま
た
正
太
の
側
に
頭
を
列
べ
て
彼
の
話
に
闘
き
入
っ
て
い
た〉
。

し
か
も
品
海

の
彼
方
に
は
猿
の
峰
が
輝
き、

魚
は
浪
の
上
に
跳
ね
躍
て〉

い
る
。

こ
こ
で

は、

視
点
を
近
づ
け
た
関
係
も
あ
っ
て、

構
図
的
に
故
郷
の
穏
や
か
な
自
然

が
取
り
入
れ
ら
れ、

実
感
的
に
描
写
さ
れ
て、

想
像
と
現
実
と
を
巧
み
に
融

合
し
て
い
る
な
ど
の
特
徴
も
認
め
ら
れ
る。
ま
た
色
彩
は、
「
五
色
の
霞」
「
五

色
の
雲」

な
ど
と
い
っ
た
赤
・

丹
・

橙
・

紫
·

白
の
濃
彩
が
色
岡
の
中
心
と

な
り、

抑
揚
の
あ
る
描
線
を
駈
使
し、

感
情
を
強
烈
に
刺
激
す
る
主
題
に
適

わ
し
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た、

来
迎
す
る
如
来
や
聖
衆
た
ち
は、

美

し
い
自
然
の
色
彩
と
ま
が
う
色
ど
り
を
持
ち、

読
者
は
画
面
の
う
ち
に
楽
音

の
中
に
そ
の
姿
を
探
し
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

正
し
く
漢
詩
の
r
空
山
人
を

見
ず、

但
だ
人
語
の
響
き
を
聞
く」
（
王
維
r
鹿
柴』）

と
同
じ
趣
き
が
あ
る

よ
う
に
私
は
思
う。

こ
の
よ
う
に
小
説
「
西
方
浄
土」

は、

極
楽
浄
土
へ
の

往
生
を
願
っ
た
当
時
の
譲
治
の
切
な
る
心
を
偲
ば
せ
る
と
と
も
に、

彼
の
仏

教
的
「
固
跡」

を
伝
え
る
唯
一

の
作
品
と
し
て
貴
韮
な
存
在
で
あ
る
。

中
国
絵
画
ー
南
画
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の
で
あ
っ
た。
つ
ま
り
昭
和
期
に
入
る
と
共
に、

譲
治
の
作
品
に
は
西
洋
文

化
へ
の
意
織
が
蔀
く
な
り、
大
正
期
の
よ
う
に
直
接
見
え
る
と
こ
ろ
は一
切

見
ら
れ
な
く
な
る
の
に
対
し
て、
そ
の
対
立
文
化
と
し
て
の
中
国
文
芸
に
対

す
る
慌
恨
が
強
く
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て、
そ
の
絵
画
へ
の
関
心
も、

新

し
い
様
相
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
た。
そ
れ
ま
で
の
浪
い
宗
教
色
を
持
っ
て
い

た
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
絵
画
に
代
わ
っ
て、
中
国
絵
画
が
登
楊
し
大
い
に

．

発
揚
さ
れ
て
い
く。
こ
の
中
国
絵
画
へ
の
傾
斜
は、
自
己
を
語
る
中
国
文
芸

へ
の
傾
倒
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て、
必
然
的
に
彼
の
文
学

に
も
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た。
こ
こ
で
は、
中
国
絵
画
の

一
様
式
で
あ
る
南
画
と
譲
治
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考
察
を
試
み

た
い
と
思
う。

南
画
と
い
う
言
葉
は、
日
本
に
お
け
る
中
国
趣
味
の
浪
厚
な
絵
を
総
称
す

る
も
の
で
あ
り、
「
南
宗
画」
の
略
称
で
あ
る。
禅
に
南
北
の
二
宗
が
あ
る

と
同
じ
く、
絵
の
南
北
二
宗
は
盾
代
に
分
か
れ、
そ
の
区
別
は
画
家
の
出
身

地
に
よ
る
の
で
は
な
く、
絵
の
様
式
の
相
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
唱
え
出

し
た
の
は、
明
の
莫
是
龍
ゃ
菰
其
昌
ら
で
あ
る。
こ
の
説
に
よ
れ
ば、
南
宗

画
（
文
人
画
と
も
言
う）
は
唐
の
王
維
を
始
祖
と
し、
宋・
元
を
経
て
明
に

は
南
宗
面
全
盛
の
基
礎
が
で
き
上
が
っ
た
と
い
う。
そ
の
画
風
は、
そ
れ
ま

で
の
謹
厳
で
硬
直
な
宋
朝
画
院
体
画
（
北
酉）
の
技
巧
主
義
に
対
し
て、
意

識
的
に
粗
放
で
柔
軟
な
箪
技
を
通
し
て、
単
な
る
形
似
を
超
え
て
む
し
ろ
胸

中
の
逸
気
を一
種
の
理
想
的
山
水
の
内
に
表
出
し
よ
う
と
す
る、
い
わ
ば
表

現
主
義
的
な
水
墨
画
で、
専
門
画
家
で
な
い
文
人
や
身
分
の
あ
る
役
人
が
余

技
と
し
て
描
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る。

南
画
は
日
本
で
は
江
戸
中
期
以
降、
受
け
入
れ、
日
本
各
地
に
幣
及
し、

池
大
雅、
呉
謝
蕪
村
ら
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
南
画
家
の
輩
出
に
よ
っ
て
大
成

さ
れ
た。
明
治
時
代
に、
西
洋
文
芸
が
怒
iS
の
よ
う
に
流
れ
込
ん
で
き
て、

東
洋
の
古
い
文
化
に
対
す
る
否
定
的
気
分
を
生
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
南

宗
文
人
画
は
依
然
と
し
て
衰
え
を
見
せ
ず、
専
門
の
南
画
家
も
多
か
っ
た
が、

学
者、
漢
詩
人
の
あ
い
だ
に
も
盛
行
し
た。
特
に
古
く
か
ら
中
国
と
深
い
関

わ
り
を
も
っ
て
い
た
岡
山
の
近
世・
近
代
を
通
じ
て
最
も
世
に
行
な
わ
れ
た

の
は、
ま
さ
に
南
画
に
代
表
さ
れ
る
文
人
画
で
あ
っ
た。
明
治ー
ニ
年
（一

八
八
0)

岡
山
中
学
の
教
師
佐
久
間
舜一
郎
の
編
し
た
r
岡
山
県
人
物
誌』

に
は、
絵
画
関
係
の
人
物
と
し
て
四
九
人
を
数
え
る
が、
そ
の
う
ち
南
宗
文

人
画
家
が
三
三
人
で
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
と
い、

2⑤。

一
方、
譲
治
の
父
平
太
郎
は、
漢
学
に
詳
し
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く、
ま

た
嘗
や
画
に
も
明
る
＜、
こ
の
よ
う
に
し
て
譲
治
の
家
庭
に
中
国
芸
文
の
雰

囲
気
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る。
特
に
譲
治
の
記
憶
に
生
々
し
く
残
っ
て

い
る
の
は、

牛
の
背
中
に
子
供
が
東
つ
て、
横
笛
な
ど
吹
い
て
ゐ
る
国
は
よ
く
南
宣

な
ど
に
描
か
れ
て
ゐ
る。
私
な
ど
幼
い
時
か
ら
そ
ん
な
伶
を
見
て
育
っ
て

来
た。
捨
の
い
、
わ
る
い
は
解
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど、

自
分
も
牛
に
束

つ
て
見
た
い
と
思
ひ

／＼
し
た。
T
皮
そ
の
頃
村
に
牛
乳
屋
が
あ
っ
て、

桐
の
中
に
十
敷
匹
の
牛
の
子
が
放
し
て
あ
っ
た。
友
辻
を
誘
つ
て、
そ
の

桐
の
中
に
入
り
込
み、
キ
の
子
に
束
つ
て
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た。
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(r
支
那
の
子
供
ご

r家
を
守
る
子』

墨
水
書
房

昭
一
六
•
一
一
）

と
い
う
中
国
風
の
桃
源
境
で
あ
る。
こ
の
絵
で
は、

牧
童
が
牛
の
背
に
騎
っ

て
良
い
気
持
ち
で
横
笛
を
吹
き、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
家
路
を
行
く。

牧
童
と
牛
と
の
距
離
は
極
限
に
ま
で
縮
ま
り、

す
っ
か
り
自
然
と
l

体
に

な
っ
て
い
て、

自
ら
天
地
の
自
然
に
交
響
し
て、

画
調
そ
の
も
の
か
ら
笛
の

音
が
聞
え
て
く
る
よ
う
な
美
し
い
図
柄
が
展
開
さ
れ
て
い
る。
実
は、
こ
の

ょ
う
な
「
牧
童
図」
は、
い
わ
ば
南
宗
文
人
画
家
な
ど
が
よ
く
用
い
る
酉
題

の
―
つ
で
あ
り、
禅
の
悟
り
に
い
た
る
十
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
＜
r
+
牛
図』（
北

宋
の
廓
庵
師
遠
禅
師
の
作
と
い
わ
れ
る）

第
六
境
位
の
「
騎
牛
帰
家
図」
を

．
源
流
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
絵
1)。
人
間
が
本
来
も
っ
て
い
る
仏
性
を、

中
国
で
も
っ
と
も
身
近
な
動
物
で
あ
る
牛
に
た
と
え、

そ
の
仏
性
を
求
め
る

修
行
過
程
が、

十
枚
の
絵
と
コ
メ
ン
ト
と
詩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が、

譲
治
の
南
画
の
受
容
に
は、

そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
哲
学
的
把
握
は
見
受
け

ら
れ
ず、
む
し
ろ
そ
の
中
に
表
現
さ
れ
た、
「
樵
子
の
村
歌
を
唱
え、

児
童

の
野
曲
を
吹
く。

身
を
牛
上
に
横
た
え、
目
に
雲
符
を
視
る」
と
い
う
牧
歌

的
な
詩
情
に、
心
引
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
直
接
的
な
形
で

は
な
く、

小
説
の
中
の
情
景
描
写
な
ど
に、

そ
の
発
想
を
偲
ば
せ
る
例
は
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い。
例
え
ば、
長
編
小
説
r
子
供
の
四
季』
（
昭一
三
・
八）

の
冒
頭
「
春」
は、

春
の
の
ど
か
な
野
原
で
遊
ぶ
三
平
が
甚
七
老
人
と
偶
然

に
出
会
っ
た
場
面
を
描
い
た
も
の
だ
が、
そ
の
中
に
牛
乗
り
の
遊
び
を
す
る

三
平
の
姿
が
活
写
さ
れ
て
い
る。

そ
の
時
ふ
と
三
乎
は
思
い
つ
い
た。
そ
う
だ
ー
キ
に
乗
ろ
う。
牛
に
乗
っ

て、
ノ
コ
ノ
コ
歩
さ
出
し
た
ら
ど
ん
な
に
面
黒
い
だ
ろ
う。
自
分
ば
か
り

て
な
く、
み
ん
な
を
牛
の
背
中
に
乗
せ
て、
こ
の
河
原
を
グ
ル
グ
ル
廻
っ

て
歩
い
た
ら
1・
道
を
ゆ
く
成
人
の
人
も`

河
を
高
瀬
舟
て
下
っ
て
く
る
船

頭
の
人
も、
声
を
上
げ
て
喝
釆
す
る
だ
ろ
う。
馬
と
競
走
な
ん
か
出
来
る

か
も
知
れ
な
い。
（
中
略）

三
平
は
角
に
結
ん
だ
手
飼
を
両
手
に、

青
山
号
（
青
山
牧
湯
の
牛
ー
劉

注）
の
甘
近
く
に
跨
っ
た。
充
分
跨
る
の
は
よ
だ
少
し
怖
ろ
し
く、

片
足

を
土
に
つ
け
て
い
た
の
イ
あ
る。
そ
れ
て
も、
彼
を
得
意
と
す
る
に
は
足

り
た。「

や
ー
い、
牛
来
り、

牛
乗
り
ー。」

大
声
て
呼
ん
だ
の
イ
あ
る。

牛
が
動
か
な
い
様
子
を
見
る
と、

彼
は
い

よ
い
よ
尻
を
キ
の
首
筋
に
乗
せ
か
け、
両
足
を
土
か
ら
離
し
た。

「
や
ー
い。」

被
が
古
い
も
終
ら
な
い
間
に、

牛
は
飛
ぶ
よ
う
に
前
身
を
起
し
た。
落

ち
そ
う
に
な
っ
た
三
乎
は
思
わ
ず、

キ
の
角
に
両
手
を
か
け
た。
二
三
問

は
必
死
に
角
を
つ
か
ん
で
い
た。
然
L
キ
は
む
や
み
や
た
ら
に
角
を
扱
り

立
て、
背
中
を
曲
げ
て、

後
足
を
跳
ね
上
げ
た。
大
変
な
跳
雌
を
や
っ
た

の
て
あ
る。
三
乎
は
鞠
の
よ
う
に
転
げ
1洛
ち、

落
ち
た
時
グ
ッ
と
古
っ
て、

二
間
も
コ
ロ
コ
ロ
こ
ろ
が
っ
た。

キ
は一＿一
乎
な
ど
凡
向
さ
も
せ
ず、
そ
の

辺
を
な
お
跛
ね
た
り
飛
ん
だ
り
し
た。
•'：'•
(r
坪
田
譲
治
全
集』
巻
四
）

さ
な
が
ら
純
真
で
腕
白
な
童
心
の
あ
ふ
れ
た
絵
そ
の
も
の
を
見
る
よ
う
な

感
じ
が
あ
る
が、
さ
ら
に
そ
の
魅
力
を
倍
加
し
た
も
の
に、
作
品
中
に
挿
し
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は
さ
ま
れ
た
小
穴
隆一
画
伯
の

挿絵
が
あ
る
（
絵
2)。
そ
の
う
ち、
作
者

の
気
分
的・
感
覚
的
な
世
界
を
方
寸
に
凝
縮
し
て
端
的
に
描
出
し
た
q
春」

の
挿
絵
に
つ
い
て、
譲
治
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

小
穴
さ
ん
の
さ
し・た
は
太
い
力
強
い
線
て、
リ
ン
カ
ク
の
は
っ
さ
り
L

た
の
が
特
色
の
よ
う
に
思
え
土
す
が、
こ
の
「
子
供
の
四
季」
の
絵
て
も、

ね
そ
ぺ
っ
た
キ
の
側
に
子
供
が
立
っ
て
思
い
沈
ん
て
い
る
と
こ
み
な
ど、

遠
く
か
ら
笛
の
音
が
閉
え
て
く
る
思
い
て
し
た。
丁
度、
春
の
く
れ
方
て、

小
説
が
そ
う
い
う
場
面
だ
っ
た
の
て
あ
り
よ
す。
（『
坪
田
設
治
全
集』
〈
八

迷
本〉
巻n-
「
あ
と
が
さ」
新
潮
社

昭
二
九•
五）

と
こ
ろ
で、
譲
治
の
文
学
に
お
け
る
南
画
の
影
響
を
考
え
る
上
で、
か
な

り
重
要
な
要
素
が、
昭
和
初
期
以
後
の
文
学
作
品
の
中
に
し
ば
し
ば
登
場
し

て
く
る
が、
何
と
い
っ
て
も
南
面
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
譲
治
ら
し
い
作
品

は、
小
説
「
甚
七
南
画
風
禁」
（
昭一
三•
五）
で
あ
ろ
う。
こ
の
中
で、

譲
治
は
＾
過
去
の
自
分
が
経
て
き
た
生
活
の
な
か
か
ら
宝
を
取
り
出
す〉
⑥

と
い
う
気
持
で、
主
人
公
甚
七
老
人
の
菰
心
的
生
活
を
通
し
て、
自
分
の
幼

少
年
期
の
豊
か
な
体
験
を、
素
朴
で
の
ぴ
や
か
な
南
酉
的
趣
き
の
あ
る
文
体

で
再
現
し
て
い
る。

老
人
は
杖
を
引
さ
ずっ
て、
援
い
日
の
照
っ
て
い
る
村
道
を
や
っ
て
来

た。
あ
る
家
の
そ
ば、
そ
こ
に
は
大
さ
な
柿
の
木
が
あ
り、
そ
の
下
に
瓦

て
つ
くっ
た
小
さ
な
祠
が
あ
る。
後
は
長
い
某
地、
そ
の
篠
地
の
屋
根
に

は一
匹
の
茄
が
成っ
て
い
た。
そ
こ
ィ一
人
の
小
妓
が
赤
ん
坊
を
お
ぶ
っ

て、
身
体
を
ゆ
す
り
ゆ
す
り
あ
ち
こ
ち
し
て
い
た。
そ
し
て
子
守
唄
を
項
っ

て
い
た。
そ
の
子
守
唄
に
老
人
は
耳
を
と
め
た。
久
L
く
聞
い
た
こ
と
の

な
い
唄
て
あ
る。
（
中
略）

「
ね
ん
ね
ん、
こ
ろ
り
よ
う、
お
こ
ろ
り
よ
う。
ね
ん
ね
の
守
り
は、

ど
こ
へ
い
た
あ」

昔
な
が
ら
の
唄
て
あ
る。
し
か
L
昔
な
が
ら
の
も
の
だ
け
に
な
お
老
人

は
閉
い
て
お
さ
た
か
っ
た。
（
中
略）
心
持
が
唄
と
共
に、
遠
い
遠
い
蒼

茫
の
彼
方、
七
十
年
も
昔
の
幼
年
の
こ
ろ
に
引
張
っ
て
ゆ
か
れ
る。
プ
ー

ン、
プ
ー
ン
と
い
う
音
が
閉』:
え
る
よ
う
な
気
が
す
る。
そ
れ
は
老
人
の

母
が
廻
し
た
糸
平
の
音
て
あ
る。
そ
の
こ
ろ
は
綿
か
ら
糸
を
つ
む
ざ
出
し

た。
そ
の
有
様
が
眼
に
浮
ん
だ。
い
い
こ
と
を
思
い
出
し
た
と、
老
人
の

気
持
は
楽
し
く
沿
足
し
た。

(r
坪
田
譲
治
全
集』
巻
三）

淡
々
と
し
た
描
写
で、
い
わ
ば
愚
の
つ
け
具
合
は
多
く
な
く、
何
れ
も
華

麗
な
色
彩
を
展
開
し
て
い
る
と
は
言
え
ず、
多
く
は
白
地
に
線
描
を
主
と
し、

こ
れ
に
僅
か
に
色
彩
（
淡
彩）
を
加
え
て
い
る
が、
伝
わ
っ
て
く
る
意
味
は

優
れ
て
深
い
も
の
で
あ
る。
そ
の
基
底
に
あ
る
の
は、
道
教
の
造
型
芸
術
の

理
念
と
し
て
の

ぶ5」
に
よ
る
「
無」
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
う。

ま
た
譲
治
は、
随
筵
で
も
折
に
ふ
れ
て
南
画
に
言
及
し
て
お
り、
そ
の
関

心
の
強
さ
や
造
詣
の
深
さ
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る。
例
え
ば
昭
和―
―

年
頃
に
書
か
れ
た
と
恩
わ
れ
る
随
節「
小
田
桟
夫
氏
ー
私
小
説
に
就
い
て
1」

の
中
に、
こ
ん
な一
節
が
見
え
る。

二
三
日
前、
私
は
中
川一
政
氏
の
随
筆
集
「
庭
の
眺
め」
と
い
う
の
を

読
ん
て、
非
索
に
感
心
L
た。
（
中
略）
中
川
氏
の
文
章
は
怜
度
南
画
を
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五

方
法
と
な
っ
た・・・

以
上
は、

浪
治
が
東
西
の
絵
面
を
愛
し、
と
り
わ
け
中
国
の
絵
面
に
強
く

惹
か
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
追
究
を、

具
体
的
な
作
品
の
分
析
を

通
じ
て
試
み
て
き
た
の
で
あ
る
が、

文学
作
品
の
中
に
酉
家
と
か
名
回
が
し

ば
し
ば
登
場
す
る
例
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が、
譲
治
に
お
い
て
独
特
な
の

は、
そ
の
絵
画
体
験
を
通
し
て
積
み
重
ね
て
き
た
知
織
や
経
験
を
生
か
し
て、

彼
な
ら
で
は
の
＾
澄
ん
だ
美
し
さ〉
と

会酋磁心〉

⑦
の
あ
る
映
像
的
・
絵

画
的
な
世
界
ー
「
字
で
描
い
た
絵」
ー
を
作
り
出
し
て
い
る
点
で
あ
る。

譲
治
の
蛮
話
を
例
に
挙
げ
て
見
る
と、
「
笞
と
い、

えざ
（
昭
三
・
ー
ニ）、

「
ピ
ワ
の
実」
（
昭一
0
.
l
-
）、
「
正
太
の
海」
（
昭一
五
・
九）、
「
キ
ッ

ネ
と
ぶ
ど
う」
（
昭
ニ
ニ
・
ー
ニ）、
「
ニ
ジ
と
カ
ニ」
（
昭
二
四
•
五）、
「
ガ

「
字
で
描
い
た
絵
」

の
芸
術

主
沃
社

見
る
よ
う
て、
何
処
ま
で
も
東
洋
風
の
感
じ
が
す
る。
抹
は
太
く
表
現
は

．

稚
杜
て
あ
る。
そ
れ
て
い
て、
古
わ
ん
と
す
る
も
の
が
残
す
と
こ
ろ
な
く、

L
か
も
力
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る。

（中
略）
け
れ
ど
も、
一
方、
私
は

考
え
る。
中
川
氏
の
文
章
は
あ
れ
は
高
面
か
ら
来
て
い
る
し
の
て
あ
る
か

し
知
れ
な
い。
高
品
の
省
略
さ
れ
た
課
描
法
が、
中
川
氏
の
文

章表
現
の

（
随
筆
集
r
班
馬
鳴
く』

昭
―
I

•

 

I

 

0)
 

こ
う
し
た
南
画
に
対
す
る
考
え
方
は、

直
接
に
そ
の
文
学
の
表
現
に
連

な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り、

譲治
に
お
け
る
南
画
な
い
し
中
国
文
芸
の
あ
り

．
よ
う
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う。

マ
の
げ
い
と
う」
（
昭
二
四
•
五）
な
ど、
こ
う
い
う
た
ぐ
い
の
も
の
は
数

え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
が、
い
ず
れ
も
彼
が
子
供
た
ち
の
頭
の
中
に
明
確
な

絵
面
的
イ
メ
ー
ジ
を
結
品
さ
せ
よ
う
と
し
て、
＾
こ
う
い
う
美
し
い
匹ク
で
も

み
た
ら
と、
絵
を
か
く
気
持
ち
で
固
い
た〉

⑧作
品
で
あ
る。
こ
こ
で
そ
の

特
色
を、
「
賞
と
いヽ

2ざ
と
「
正
太
の
海」
の
二
つ
の
作
品
に
絞
っ
て
考

え
て
み
よ
う。

「
雪
と
い、

1午」
は、

少
年
の
善
太
の
純
其
な
気
持
ち
を
描
い
た
も
の
で、

原
文
は
二
0
0
0
字
く
ら
い
の
短
編
で
あ
る
が、
そ
の
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
色

と
形
が
凝
縮
し
て
い
る。
冒
頭
は
こ

う始
ま
っ
て
い
る。

円
に
も
畑
に
も、
一
面
に
雪
が
降
っ
て
い
た。
迫
る
人
も
な
く
て、
ド

ン
ヨ
oJ
曇
っ
た
空
が
雪
の
原
の
上
に
全
れ
下
っ
て
い
た。
そ
の
原
の
上
を

一
羽
の
か
ら
す
が
飛
ん
て
い
た。
疲
れ
て
い
る
の
か
低
い
空
を
飛
ん
で
は

雪
の
上
に
下
り、
低
い
空
を
飛
ん
て
は
下
り
L
て
い
た。
そ
の
原
の
一
方

に
円
の
上
に
雪
を
冠
っ
て
二
隋
の
家
が
立
っ
て
い
た。
そ
の
二
階
の
窓
を

閉
け
て
一
人
の
子
供
が
顔
を
の
ぞ
け、
久
L
く
外
の
景
色
を
味
め
て
い
た。

煙
が
土
煙
の
よ
う
な
索
間
を
も
れ
て、
そ
の
時
夕
場
が
か
す
か
に
子
供
の

顔
を
懇
し
た。
子
供
は
尊
太
と
い
っ
た。

（
r
坪
田
設
治
全
集』
巻一
）

雪
が
降

り止
ん
だ
あ
と
の
よ
う
な
シ
ー
ン
と
静
ま
り
返
っ
た

「透
明
な
美

し
さ」
は、

譲
治
窟
話
独
特
の
特
徴
で
あ
り、
そ
の
情
兼
描
写
の
絵
画
的
写

実
性
に
真
骨
頂
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
雹
の
降
り
積
も
っ
た
日、

少
年

善
太
が
二
階
か
ら
雪
景
色
を
見
て
い
て、
雪
の
上
に
r
宙」
と
いヽ

ユ干
ら
し

い
も
の
を
見
つ
け
る
話
で
あ
る。

善
太
は
ま
だ
小
学
校
に
上
が
っ
て
い
な
い
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の
で、
漢
字
が
魯
け
る
わ
け
は
な
い
が、
兄
に
言
わ
れ
て
紙
に
甚
こ
う
と
し

て
困
っ
て
い
る。
で
も
彼
は
確
か
に
見
た
の
で
あ
る。
そ
れ
は、
善
太
に
だ

け
し
か
見
え
な
か
っ
た
神
秘
の
字
で
あ
り、
紙
に
は
書
け
な
い
心
の
中
の
字

で
あ
る。
ふ
ん
わ
り
と
積
も
っ
た
新
し
い
習
の
潔
白
さ
に
照
り
映
え
る
澄
み

切
っ
た
可
愛
ら
し
い
少
年
善
太
の
心
が、
幾
か
な
視
党
的
表
現
で
見
事
に
描

き
出
さ
れ
た
傑
作
と
言
え
よ
う。

も
うー
つ
の
「
正
太
の
海」
は、
さ
ら
に
短
編
で
あ
り、
原
稿
用
紙
で
僅

か
二
枚
程
度
の
小
品
で
あ
る。
こ
こ
に
は
正
太
の
限
を
通
し
て
不
思
議
な
世

界
が
展
開
し
て
く
る。

山
に
か
こ
ま
れ
た、
ひ
ろ
い
ひ
ろ
い
海、
青
い
波、
白
い
波
が
立
っ
て

お
り
ま
す。

大
さ
な
お
魚
が、
汽
平
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て、
海
の
あ
っ
ち
を
泳
い

て
行
さ
ま
す。

あ
た
ま
の
大
さ
な
た
こ
が、
水
の
そ
こ
で、
追
っ
か
け
っ
こ
を
L
て
あ

そ
ん
て
い
よ
す。

お
家
の
よ
う
な、
大
さ
な
く
じ
ら
が、
波
を
立
て
っ
こ
し
て、
大
さ
な

ロ
を
あ
け
て、
「
は
っ
は、
は
っ
は。」
と
笑
っ
て
い
ま
す。

白
い
海、
青
い
海。
何
し
ろ、
ひ
ろ
い
海
て
し
た。

（『
坪
田
設
治
全
集」
巻
八）

今
こ
の一
節
を
統
む
と、
誼
治
童
話
の
素
哨
ら
し
さ
が
紙
而
に
躍
動
す
る

の
を
お
ぽ
え
る
の
で
あ
る。
現
実
と
も
空
想
と
も
つ
か
な
い、
「
自
然
と
人

間
と」
が
完
全
に
融
合
し
て一
体
に
な
っ
た
牧
歌
的
な
世
界
で
あ
る。
こ
こ

に
描
か
れ
た
少
年
の
「
夢」
は、
作
品
の
空
間
楷
成
に
も
参
与
し、
そ
の
絵

面
的
表
現
を
通
じ
て、
作
品
の
枠
を
超
え
て
更
に
彼
方
の、
よ
り
広
大
な
空

間
へ
と
読
者
の
視
線
を
導
い
て
く
れ
る。
水
藤
寿
夫
氏
が、
〈
思
い
き
っ
て

枝
菜
を
う
ち
お
と
し、
最
も
簡
明
な
か
た
ち
で
人
間
の
真
髄
に
ふ
れ
る
も
の〉

⑨
と
指
摘
し
た
よ
う
に、
こ
の
作
品
は、
独
特
の
絵
巻
を
な
し
て
お
り、
そ

の
描
写
の
克
明
さ
に、
読
者
も一
緒
に一
歩一
歩、
歩
を
進
め
て
い
く
よ
う

な
錯
党
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
っ
て、
譲
治
が一
貰
し
て
詩
趣
や
画
境
の
豊
か
な
文
学
を
追
求

し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
だ
が、
し
か
し
な
が
ら、
そ
れ

は
彼
の
文
学
の
目
的
で
は
な
い。
彼
が
害
こ
う
と
し
た
の
は、
＾
人
生
の
味

と
か
気
分
と
か
心
持
ち
と
か〉
⑩
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り、
い
わ
ば
人

生
派
の
文
学
で
あ
っ
た
と
思
う。
こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と、
譲
治
は、
視

撹
的・
絵
画
的
な
構
図
に
よ
っ
て、
人
生
の
淡
白
さ、
率
直
さ、
そ
し
て
本

質
的
な
理
想
を
鮮
明
か
つ
多
彩
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る。

注
①高
投
世
織
「r
風
の
中
の
子
供』
論」
(r
日
本

児庶
文
学』
平
ニ・
六）

②
関
英
雄
「
坪
田
譲
治
論」
（『
新
編
児
齋
文
学
綸」

新
評
論
社
昭
四
l
-

-

)

③
拙
稿
r
坪
田
譲
治
と
キ
リ
ス
ト
教」
（
国ギ
大
国
文
論
稿』
二
七
号

平ー
一
・

三）
④
絹
烏
渠
lII
（一
八
七
三
ー一
九
0
七）、
本
名
栄一
郎、
岡
山
県
上
房
郡
有
漢

六

お
わ
り
に
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【
付
記】
本
論
は 、
福
武
文
化
振
興
財
団
の
平
成
十
三
年
度
文
化
関
係
助
成
に
よ

る
研
究
の一
部
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る 。
こ
こ
に
記
し
て 、
深
く
感

謝
申
し
上
げ
る 。
な
お 、
坪
田
譲
治
の
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
を
使
用
し

.

』

0

tm
r

坪
田
譲
治
全
集』
全―
二
巻
（
新
潮
社 、
昭
五
ニ
・

六
ー

五
三
・

五）

切
『

坪
田
譲
治
童
話
全
集』
全一
四
巻
（
岩
崎
柑
店 、
一
九
八
六
·

1
0)

他
文
社

昭一
O
·

七）

町
に
生
れ 。
自
己
の
宗
教
体
験
を
述
べ
た
r

予
が
見
神
の
実
験』
に
よ
っ
て
自

己
の
省
察
の
傾
向
を
開
い
た
宗
教
思
想
家 。
箸
作
は
r

病
問
銀』
r

回
光
録』

な
ど
が
あ
る 。

⑤
岡
山
の
南
画
の
歴
史
に
関
し
て
は 、r
岡
山
の
美
術
1

近
代
絵
回
の
系
證
ー』（

毎

B
シ
リ
ー

ズ
出
版
編
集

毎
日
新
聞
社

昭
五
五
・

三）
を
参
照
し
た 。

⑥
「

対
談
11
習
忠
道
／
坪
田
譲
治」
(r
坪
田
譲
治
童
話
全
集
巻ー
四
・

坪
田
譲
治

童
話
研
究」

岩
崎
古
店
一
九
八
六
·

I
O}

⑦
前
川
康
男
「

あ
る
日
の
砲
話
で」
(r
坪
田
絹
治
庶
話
全
集
巻一
四
・

坪
田
譲
治

窟
話
研
究」

岩
崎
古
店
一
九
八
六·
1
0
〉

⑧
r

幼
年
文
学
名
作
選
二
四
・

キ
ツ
ネ
と
プ
ド
ウ』
「

解
説
11

作
家
と
作
品
に
つ

い
て
（
坪
田
誤
治）」

岩
崎
由
店
一
九
八
九
•

三

⑨
水
藤
春
夫
r

解
説」
（『
坪
田
譲
治
童
話
全
集』
巻
九
岩
崎
唐
店
l

九
八
六·

1
0)
 

⑩
坪
田
譲
治
「

作
者
の
酋
策」
（r
虞
法』

（
り
ゅ
う

げ
い

岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）

絵2 r響の章」（小穴隆一絵『子供の四季』 新濯社 日13• 8) 給1 r騎牛爆軍図」 （京塁相口寺隕の伝国文筆汗牛固）
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